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序

論 

 
本

願
寺

第

三
世

覚
如
は

親

鸞
の

曾

孫
に

あ
た
り

、

本
願

寺

の
基

礎
を
築

い

た
功

労

者
と

し
て
評

価

さ
れ

て

い
る

。
覚
如

の

在
世

当

時

は

既
に

親

鸞
の

没
後
で

あ

り
、

親

鸞
の

末
娘
覚

信

尼
と

、

親
鸞

門
弟
ら

に

よ
っ

て

京
都

吉
水
の

地

に
親

鸞

の
墓

所
で
あ

る

大
谷

廟

堂

が

築
か

れ

て
い

た
。
こ

の

大
谷

廟

堂
は

本
願
寺

の

前
身

で

あ
り

、
覚
如

は

法
然

―

親
鸞

―
如
信

と

、
真

宗

の
法

脈
が
正

統

に
受

け

継

が

れ
る

三

代
伝

持
の
血

脈

を
示

し

、
覚

如
自
身

は

そ
の

法

脈
を

受
け
継

ぐ

こ
と

を

主
張

し
、
親

鸞

の
墓

所

で
あ

る
大
谷

廟

堂
を

寺

院

形

態
に

昇

華
さ

せ
、
本

願

寺
を

創

設
し

た
。
こ

の

本
願

寺

創
設

に
は
様

々

な
紆

余

曲
折

が
あ
り

、

本
願

寺

は
創

設
当
時

か

ら
大

き

く

発

展
す

る

こ
と

は
出
来

な

か
っ

た

。
本

願
寺
の

飛

躍
的

な

発
展

は
覚
如

よ

り
数

世

代
後

の
本
願

寺

第
八

世

蓮
如

の
登
場

が

待
た

れ

る

が

、
覚

如

は
親

鸞
が
顕

し

た
真

宗

の
教

義
を
正

当

に
受

け

継
ぐ

教
団
と

し

て
本

願

寺
を

築
き
、

後

世
に

真

宗
の

法
灯
を

絶

や
さ

ぬ

よ

う

に
尽

力

す
る

。 

覚

如

の
時

代

に
は

、
親
鸞

は

法
然

の

一
弟

子
で
あ

る

風
潮

が

強
く

、
親
鸞

を

宗
祖

と

し
て

顕
彰
す

る

こ
と

は

希
薄

で
あ
っ

た

。

覚

如

は

『
親

鸞

伝
絵

』
や
『

口

伝
鈔

』

等
の

著
述
に

お

い
て

真

宗
の

肝
要
を

示

し
、

親

鸞
を

顕
彰
す

る

こ
と

に

よ
っ

て
親
鸞

の

地
位

を

引

き

上
げ

、

本
願

寺
が
親

鸞

を
宗

祖

と
し

、
真
宗

を

正
統

に

受
け

継
ぐ
こ

と

を
主

張

す
る

。
そ
の

一

方
で

覚

如
が

親
鸞
の

教

え
に

背

く

風

儀
や

安

心
を

論
じ
る

門

弟
集

団

や
門

徒
に
対

し

て
激

し

く
非

難
す
る

姿

勢
も

見

ら
れ

て
い
る

。

そ
の

姿

勢
が

強
く
表

れ

て
い

る

代

表

的
な

著

述
が
『

改
邪

鈔

』
で

あ

り
、
覚

如
最

晩

年
の

著

述
で

も
あ
る

。
『

改
邪

鈔

』
は

全
二
十

条

に
及

び

当
時

の
真
宗

教

団
に

お

け

る

異
義

を

挙
げ

て
批
判

し

、
正

統

な
真

宗
の
教

義

を
示

し

、
本

願
寺
が

親

鸞
の

法

脈
を

受
け
継

ぎ

、
真

宗

教
団

の
中
心

的

存
在

で

あ

る

こ
と

を

示
す

も
の
で

あ

る

。
『

改
邪

鈔

』
に

お

け
る

異

義
は

寺
院
観

、

門
徒

の

行
儀

、
安
心

論

の
三

点

程
度

に
大
別

さ

れ
る

が

、

コピー厳禁
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こ

れ

ら
の

異

義
は

覚
如
が

当

時
の

真

宗
教

団
の
状

況

を
危

惧

し
て

挙
げ
た

も

の
で

あ

り
、

こ
こ
か

ら

覚
如

の

意
図

と
そ
れ

に

伴
う

本

願

寺

の
方

向

性
が

見
受
け

ら

れ
る

。

し
か

し
、
覚

如

に
よ

っ

て
真

宗
教
団

に

お
け

る

本
願

寺
の
方

向

性
が

定

め
ら

れ
た
も

の

の
、

覚

如

以

降
の

本

願
寺

が
不
振

で

あ
っ

た

こ
と

が
後
世

に

お
い

て

記
録

さ
れ
て

い

る
よ

う

に
、

覚
如
の

意

図
と

本

願
寺

の
振
興

は

必
ず

し

も

一

致
し

な

い
こ

と
が
分

か

る
。

本

論
文

で
は
第

一

章
で

覚

如
在

世
当
時

の

真
宗

教

団
の

動
向
と

、

そ
れ

に

伴
う

本
願
寺

の

情
勢

を

考

察

す
る

。

第
二

章
で
は

『

改
邪

鈔

』
の

趣
旨
と

、

覚
如

教

学
を

『
改
邪

鈔

』
か

ら

考
察

し
、
覚

如

の
『

改

邪
鈔

』
執
筆

目

的
を

考

察

す

る
。

第

三
章

で
は
、

本

願
寺

教

団
黎

明
期
に

お

い
て

『

改
邪

鈔
』
を

覚

如
が

著

述
し

た
こ
と

に

よ
り

、

本
願

寺
教
団

に

ど
の

よ

う

な

影
響

を

与
え

た
の
か

を

考
察

し

、
覚

如
の
本

願

寺
創

設

に
お

け
る
功

績

を
再

認

識
し

た
い
。 

   

本

論 

 

第

一
章 

覚
如

在
世
当

時

の
本

願

寺
教

団
の
情

勢 

第

一

節 

真

宗
教

団
の
分

散 

 

覚

如
の

在

世
当

時
は
親

鸞

没
後

に

有
力

門
弟
を

筆

頭
に

各

地
域

で
門
弟

集

団
が

形

成
さ

れ
る
が

、

真
宗

教

団
の

総
本
山

に

位
置

づ

け

ら

れ
る

も

の
は

存
在
せ

ず
、
そ

れ
ぞ

れ
が

独
立

し

て
一

門

を
形

成
し
て

い

た
こ

と

に
対

し
て
、「

至
極

末
弟

の

建
立

の
草

堂

を
称

し

て

本

所

と

し

」
１

と

、

覚

如

が

批

判

す

る

。

こ

の

傾

向

は

親

鸞

在

世

当

時

に

は

見

ら

れ

ず

、

親

鸞

自

身

も

真

宗

教

団

の

総

本

山

を

創

コピー厳禁
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設

す

る
意

図

は
無

か
っ
た

こ

と
が
『

歎
異

抄

』
に

お

い
て

伺

わ
れ

、
「
親

鸞

は
弟

子

一
人

も
も
た

ず

候
ふ

。
そ
の

ゆ

ゑ
は

、
わ
が

は

か

ら

ひ

に
て

、

ひ
と

に
念
仏

を

申
さ

せ

候
は

ば
こ
そ

、

弟
子

に

て
も

候
は
め

。

弥
陀

の

御
も

よ
ほ
し

に

あ
づ

か

つ
て

念
仏
申

し

候
ふ

ひ

と

を

、

わ

が

弟

子

と

申

す

こ

と

、

き

は

め

た

る

荒

涼

の

こ

と

な

り

」
２

と

親

鸞

が

言

及

し

て

い

る

よ

う

に

、

親

鸞

は

弟

子

、

師

匠

の

上

下

関
係

に

よ
っ

て
構
成

さ

れ
る

教

団
を

築
か
な

か

っ
た

と

考
察

さ
れ
る

。

親
鸞

を

含
む

念
仏
者

は

阿
弥

陀

如
来

の
誓
願

を

信
じ

る

同

行

、
同

朋

で
あ

り
、
厳

し

い
戒

律

、
規

範
は
求

め

ら
れ

ず

、
信

仰
に
よ

っ

て
同

朋

の
関

係
が
結

ば

れ
た

。

こ
の

念
仏
集

団

の
在

り

方

に

つ
い

て

、
千

葉
氏
は

、 

こ

の

親
鸞

を

中
心

と
す
る

念

仏
集

団

の
在

り
方
は

、

既
存

の

念
仏

結
社
で

あ

る
二

十

五
三

昧
講
に

類

似
し

た

も
の

と
推
察

さ

れ

る

。

二
十

五

三
昧

講
は
、

比

叡
山

横

川
の

源
信
が

作

っ
た

と

い
わ

れ
る
『

横

川
首

楞

厳
院

二
十
五

三

昧
式

』

に
よ

る
と
、

毎

月

十

五

日
に

集

会
し

て
ひ
た

す

ら
念

仏

の
行

を
修
す

る

が
、
そ
の

構
成

員
は

、
法

皇

を
は

じ
め

比
丘

尼
・
沙

弥
・
俗

人

も
含

ま

れ
、

職

業

や
社

会

階
層

に
こ
だ

わ

ら
ず

、

信
仰

に
よ
っ

て

結
ば

れ

た
組

織
で
あ

っ

た
と

い

う
。
３ 

と

見

解
を

述

べ
て

お
り
、

社

会
的

な

組
織

と
し
て

の

教
団

が

築
か

れ
な
か

っ

た
こ

と

が
伺

わ
れ
る

。

親
鸞

の

布
教

に
よ
り

各

地
で

有

力

な

門
弟

が

生
ま

れ
る
が

、

親
鸞

の

門
弟

と
し
て

『

親
鸞

門

侶
交

名
帳
』

に

名
前

を

連
署

し
て
い

る

の
は

、

洛
中

居
住
八

名

・
関

東

三

十

一
名

・

奥
羽

七
名
そ

の

他
三

名

、
合

計
四
十

九

名
と

、

親
鸞

の
門
弟

は

ほ
と

ん

ど
東

国
に
集

中

し
て

お

り
、

覚
如
に

と

っ
て

親

鸞

の

門
弟

と

の
物

理
的
な

距

離
は

本

願
寺

創
設
に

お

け
る

一

つ
の

課
題
と

な

る
。 

親

鸞

の
没

後

に
は

、
親
鸞

の

言
行

が

門
弟

の
指
標

と

な
り

、

親
鸞

の
直
弟

子

を
中

心

に
各

々
が
教

団

を
成

立

し
て

い
く
。

有

力

な

教

団

と
し

て

、
高

田
門
徒

、

横
曽

根

門
徒

、
鹿
島

門

徒
、

大

網
門

徒
が
挙

げ

ら
れ

、

特
に

高
田
門

徒

は
広

く

教
線

を
伸
ば

し

、
大

谷

コピー厳禁
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廟

堂

の
創

設

や
復

興
に
お

い

て
、

親

鸞
の

入
滅
に

臨

ん
だ

高

田
の

顕
智
が

中

心
と

な

っ
て

働
く
等

、

門
弟

集

団
の

中
で
も

発

言
権

を

大

き

く
持

っ

て
い

た
。
親

鸞

没
後

に

生
ま

れ
た
覚

如

は
親

鸞

か
ら

直
接
教

え

を
授

か

っ
て

い
な
い

た

め
、

本

願
寺

創
設
に

お

い
て

、

直

伝

を
受

け

た
門

弟
集
団

に

対
し

て

三
代

伝
持
の

血

脈
を

主

張
し

、
真
宗

の

正
統

な

法
脈

を
受
け

継

ぐ
こ

と

を
示

さ
な
け

れ

ば
な

ら

な

か

っ
た

。

こ
れ

に
関
し

て

容
易

に

門
弟

集
団
の

理

解
を

得

ら
れ

な
か
っ

た

こ
と

は

、
大

谷
廟
堂

の

留
守

職

を
め

ぐ
る
騒

動

と
な

っ

た

唯

善
事

件

に
始

ま
り
、

覚

如
の

留

守
職

就
任
を

保

留
し

て

三
河

の
性
善

が

代
行

を

務
め

た
こ
と

、

唯
善

事

件
等

に
よ
る

大

谷
一

族

に

対

す
る

門

弟
集

団
の
不

信

を
払

拭

す
る

た
め
に

覚

如
は

懇

望
状

を
書
く

な

ど
、

本

願
寺

創
設
に

お

け
る

門

弟
集

団
や
大

谷

一
族

の

動

向

か
ら

伺

わ
れ

る
。 

ま

た

、
京

都
で

は

本
願
寺

創

設
と

同

時
に

了
源
に

よ

っ
て

仏

光
寺

が
創
設

さ

れ
た

。「
そ

の
こ

ろ
、
大

谷
殿

様
は

至

て
参
詣

の

諸
人

か

つ

て
お

は

せ
ず

。
し
か

る

に
、

し

る
た

に
仏
光

寺

、
名

帳

・
絵

系
図
の

こ

ろ
に

て

、
人

民
雲
霞

の

如
く

こ

れ
に

こ
ぞ
る

。

耳
目

を

お

ど

ろ

か

す

」
４

と

記

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

仏

光

寺

が

本

願

寺

を

大

き

く

凌

い

で

栄

え

て

い

た

こ

と

が

伺

わ

れ

、

覚

如

以

降

の

本

願

寺

が
寂

れ

、
仏

光
寺
が

当

時
に

お

い
て

大
き
な

影

響
力

が

あ
っ

た
こ
と

が

考
え

ら

れ
る

。
そ
の

仏

光
寺

の

繁
栄

に
尽
力

し

た
の

が

覚

如

の
長

男

存
覚

で
あ
る

。

存
覚

は

若
年

に
し
て

一

寺
建

立

の
勧

進
状
を

書

い
た

こ

と
や

、
様
々

な

著
述

や

聖
教

書
写
を

手

掛
け

、

そ

の

著
述

は

後
世

に
お
い

て

も
多

く

の
書

写
が
な

さ

れ
た

こ

と
か

ら
重
要

性

が
認

め

ら
れ

て
お
り

、

覚
如

没

後
に

は
本
願

寺

第
四

世

善

如

の
補

佐

を
す

る
等
、

文

才
に

優

れ
、

門
弟
か

ら

の
信

頼

が
篤

か
っ
た

こ

と
も

想

像
さ

れ
る
。 

覚

如

の
意

向

に
よ

っ
て
了

源

は
存

覚

に
師

事
し
、

存

覚
は

了

源
の

要
望
に

伴

い
数

多

く
の

聖
教
書

写

を
手

掛

け
る

等
、
仏

光

寺

の

発

展

に
協

力

す
る

こ
と
に

よ

っ
て

、

結
果

と
し
て

仏

光
寺

が

本
願

寺
を
凌

ぐ

よ
う

に

な
っ

た
。
覚

如

は
『

改

邪
鈔

』
に
お

い

て
異

義

コピー厳禁
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を

批

判
す

る

が
、

そ
の
内

容

に
は

仏

光
寺

が
採
択

し

て
い

た

事
項

が
多
く

含

ま
れ

、

代
表

的
な
も

の

と
し

て

第
一

条
の
名

帳

、
第

二

条

の

絵
系

図

が
挙

げ
ら
れ

る

。
覚

如

は
以

前
に
次

期

留
守

職

と
し

て
存
覚

を

推
薦

し

た
も

の
の
、

仏

光
寺

に

協
力

す
る
存

覚

を
義

絶

し

、

仏
光

寺

を
危

険
視
し

た

が
、

こ

れ
に

よ
っ
て

存

覚
を

支

持
す

る
門
弟

と

の
不

和

を
招

き
、
更

に

覚
如

は

本
願

寺
教
団

に

お
い

て

独

立

し
た

と

考
え

ら
れ
る

。

覚
如

と

存
覚

間
に
お

け

る
不

和

の
原

因
に
つ

い

て
、

宗

義
理

解
の
相

違

に
よ

る

も
の

、
留
守

職

の
争

奪

に

よ

る
も

の

、
本

願
寺
安

泰

の
た

め

両
者

合
意
の

上

に
よ

る

も
の

等
の
説

が

提
唱

さ

れ
て

い
る
が

、

い
ず

れ

に
お

い
て
も

大

谷
一

族

内

に

お
け

る

こ
の

騒
動
は

門

弟
間

で

引
き

続
き
疑

心

を
抱

か

せ
る

結
果
と

な

っ
た

と

考
え

ら
れ
る

。

こ
の

よ

う
に

、
覚
如

は

本
願

寺

創

設

に
お

い

て
不

利
な
状

況

に
立

た

さ
れ

て
い
た

こ

と
が

伺

わ
れ

、
真
宗

教

団
に

お

い
て

門
弟
集

団

や
新

興

の
教

団
が
分

裂

し
、

そ

れ

ぞ

れ
独

立

の
傾

向
が
あ

っ

た
と

考

え
ら

れ
る
。 

 

第

二

節 

本

願
寺

中
心
主

義 

 

親

鸞
か

ら

教
え

を
授
か

っ

た
門

弟

集
団

は
、
親

鸞

の
没

後

に
各

々
に
独

立

し
、

教

学
多

様
化
の

一

途
を

辿

っ
た

。
そ
れ

ら

は
『

改

邪

鈔

』
に

お

い
て

著
述
さ

れ

る
よ

う

に
、

祖
師
親

鸞

の
教

え

を
乱

す
異
義

で

あ
る

と

し
て

覚
如
が

注

視
し

て

い
る

。
覚
如

は

こ
の

よ

う

な

状
況

下

に
お

い
て 

（

１

）
大

谷

廟
堂

、
本
願

寺

を
中

心

と
し

て
真
宗

教

団
を

一

つ
に

統
一
す

る

こ
と 

（

２
）
聖

道
門

や
他

宗
や

浄

土
異

流

に
対

し
て
、
明
確

な

真
宗

教
義

を
ま

と

め
、
浄
土

真
宗

の
特

異

性
と

勝

易
性

を
主
張

す

る
こ

と
５ 

こ

の

二
項

目

を
強

く
意
識

し

た
と

考

え
ら

れ
て
い

る

。 

コピー厳禁
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覚

如

の
時

代

に
は

真
宗
教

団

の
中

心

は
存

在
せ
ず

、「

諸

国
こ

ぞ
り

て

崇
敬

の

聖
人

の

御
本

廟
本
願

寺

を
ば

参

詣
す

べ
か
ら

ず

と
諸

人

に

障

礙

せ

し

む

る

」
６

と

、

覚

如

は

本

願

寺

が

真

宗

教

団

の

中

心

で

あ

り

、

門

弟

集

団

の

建

立

し

た

草

堂

は

本

山

で

は

な

い

と

批

判

す

る
。

ま

た
、

大
谷
廟

堂

と
そ

の

敷
地

は
門
弟

集

団
の

共

有
財

産
で
あ

り

、
門

弟

集
団

の
財
施

に

よ
っ

て

大
谷

一
族
の

経

済
的

基

盤

は

保
っ

て

い
た

も
の
の

、

門
弟

集

団
は

覚
如
を

含

む
大

谷

一
族

を
大
谷

廟

堂
の

管

理
人

と
し
て

み

な
し

て

い
た

と
考
え

ら

れ
る

。

覚

如

は
本

願

寺
を

真
宗
教

団

の
中

心

と
す

る
に
あ

た

っ
て

、

門
弟

の
共
有

財

産
で

あ

る
大

谷
廟
堂

を

本
願

寺

と
し

て
独
立

さ

せ
、

覚

如

自

身
が

親

鸞
の

法
脈
を

受

け
継

ぎ

、
本

願
寺
の

法

主
権

を

確
立

す
る
必

要

が
あ

っ

た
と

考
え
ら

れ

る
。 

大

谷

廟
堂

が

本
願

寺
と
し

て

寺
院

に

昇
華

す
る
こ

と

に
よ

っ

て
、

高
山
氏

は

「
そ

れ

ま
で

非
公
認

で

あ
っ

た

浄
土

真
宗
が

、

国

家

体

制

の

中

で

公

認

さ

れ

る

」
７

と

考

察

し

て

い

る

。

覚

如

は

本

願

寺

が

幕

府

に

公

認

の

も

の

で

あ

る

こ

と

を

証

明

す

る

た

め

、

元

亨

元

年

（
一

三

二
一

）
に
は

宗

祖
親

鸞

の
門

弟
集
団

と

禁
圧

を

受
け

た
一
向

宗

（
時

宗

）
を

区
別
す

る

よ
う

、

妙
香

院
の
挙

状

を
添

え

て

幕

府
に

訴

え
て

お
り
、

本

願
寺

号

の
初

見
と
し

て

も
知

ら

れ
て

い
る
。

こ

の
、

一

向
宗

と
親
鸞

門

弟
集

団

と
の

混
同
は

親

鸞
在

世

当

時

や
、

嘉

元
元

年
（
一

三

〇
三

）

に
お

い
て
も

確

認
さ

れ

、
鎌

倉
幕
府

に

よ
る

念

仏
者

の
禁
制

に

対
し

て

、
唯

善
が
門

弟

と
協

力

し

幕

府
に

親

鸞
門

弟
集
団

と

一
向

宗

は
異

な
る
と

申

し
立

て

た
こ

と
か
ら

、

こ
の

問

題
は

真
宗
に

お

い
て

共

通
す

る
事
項

で

あ
っ

た

こ

と

が
考

え

ら
れ

る
。
元

弘

三
年

（

一
三

三
三
）

に

は
兵

部

卿
護

良
親
王

の

令
旨

の

書
状

が
あ
り

、

本
願

寺

が
南

朝
の
祈

祷

所
と

し

て

承

認
さ

れ

た
こ

と
が
伺

わ

れ

、『
存

覚
一

期
記

』
に

は
暦

応

元
年
（
一

三

三
八

）
に

先
の

兵
火

で

焼
失

し

た
影

堂
を
門

弟

の
協

力

を

も

っ

て
再

建

し
た

こ
と
が

記

さ
れ

て

お
り

、
細
川

氏

は
「

こ

の
堂

舎
の
移

建

に
よ

り

影
堂

の
結
構

は

創
立

当

初
の

六
角
の

円

堂
か

ら

普

通

一

般

の

堂

宇

に

な

っ

た

」
８

と

考

察

し

て

い

る

。

以

上

の

文

書

、

考

察

よ

り

、

覚

如

の

時

代

に

は

大

谷

廟

堂

が

本

願

寺

と

し

て

コピー厳禁



7 
 

寺

院

形
態

を

確
立

し
た
こ

と

、
本

願

寺
の

寺
号
が

内

外
共

に

出
現

し
た
こ

と

、
本

願

寺
が

国
家
体

制

の
下

で

認
可

さ
れ
た

こ

と
が

伺

わ

れ

る
。 

大

谷

廟
堂

の

寺
院

化
に
よ

っ

て
本

願

寺
は

一
定
の

権

威
を

獲

得
す

る
が
、

こ

の
寺

院

化
に

つ
い
て

従

来
の

廟

堂
形

態
の
伝

統

を

重

ん

じ

る
門

弟

集
団

は
覚
如

に

対
し

て

保
守

的
な
態

度

で
臨

ん

だ
と

考
え
ら

れ

、
未

だ

に
留

守
職
が

門

弟
集

団

に
と

っ
て
、

真

宗
教

団

共

有

の
財

産

で
あ

る
親
鸞

の

墓
所

の

管
理

人
で
あ

り

、
絶

対
的

な

権
力
を

有

し
て

い

な
い

こ
と
は

、『
専

修

寺
文

書
』
に
お

い

て
大

谷

廟

堂

に
阿

弥

陀
如

来
本
尊

を

安
置

す

る
可

否
を
門

弟

に
相

談

し
、

度
々
本

尊

安
置

を

拒
否

さ
れ
た

こ

と
が

伺

わ
れ

、
本
願

寺

第
四

世

善

如

の
時

代

よ
り

阿
弥
陀

如

来
本

尊

が
安

置
さ
れ

た

こ
と

か

ら
、

覚
如
の

時

代
に

お

い
て

本
願
寺

で

は
依

然

と
し

て
門
弟

の

進
言

が

強

い

影
響

力

を
持

っ
て
い

た

こ
と

が

考
え

ら
れ
る

。

覚
如

は

こ
の

よ
う
な

門

弟
が

本

願
寺

の
決
定

権

を
掌

握

す
る

状
況
を

打

破
す

る

た

め

三
代

伝

持
の

血
脈
を

提

示
し

、
留

守
職

の
権

力

強
化

を

目
的

と
し
た

と

考
え

ら

れ
る

。
真
宗

の

正
統

な

法
脈

は

、『

口

伝

鈔

』
等

に

お

い
て

親

鸞
一

流
が
法

然

を
伝

統

す
る

も
の
で

あ

り
、

親

鸞
が

如
信
に

真

宗
の

肝

要
を

口
授
伝

持

し
、

如

信
か

ら
覚
如

に

他
力

真

宗

が

正
し

く

伝
え

ら
れ
た

こ

と
を

証

明
す

る
。
ま

た

、
本

願

寺
の

留
守
職

が

覚
如

を

筆
頭

と
す
る

大

谷
一

族

で
あ

る
こ
と

は

、
親

鸞

の

末

娘
で

あ

る
覚

信
尼
が

大

谷
廟

堂

を
門

弟
の
共

有

財
産

と

し
て

寄
進
し

、

留
守

職

を
大

谷
一
族

に

任
ず

る

こ
と

を
寄
進

状

に
よ

っ

て

門

弟
に

告

知
し

た
こ
と

を

根
拠

と

し
て

、
伝
統

に

倣
い

次

代
に

留
守
職

任

命
の

譲

状
を

認
め
て

い

る
。

薗

田
氏

は
「
本

願

寺
門

主

の

血

統
世

襲

制
の

起
源
は

、

大
谷

影

堂
の

留
守
職

に

あ
り

、

そ
し

て
そ
れ

は

、
覚

信

尼
の

寄
進
と

い

う
社

会

的
契

約
に
よ

っ

て
成

立

し

た

」
９

と

考

察

し

て

い

る

。

こ

れ

ら

か

ら

留

守

職

の

権

威

は

三

代

伝

持

の

血

脈

と

世

襲

に

よ

っ

て

強

化

が

図

ら

れ

た

こ

と

が

伺

わ

れ

る

。 

コピー厳禁
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第

二

章 

『

改
邪

鈔
』
の

趣

旨 

第

一

節 

覚

如
の

教
団
教

学

と
『

改

邪
鈔

』
の
著

述

目
的 

覚

如

の
主

張

に
よ

り
、
本

願

寺
は

法

脈
と

世
襲
に

よ

り
覚

如

を
実

質
的
な

門

主
と

し

て
廟

堂
か
ら

寺

院
に

成

立
す

る
。
し

か

し

、

真

宗

の
法

脈

を
正

統
に
受

け

継
ぎ

、

親
鸞

の
墓
所

と

し
て

の

性
格

を
持
つ

本

願
寺

が

教
権

的
に
は

十

分
な

地

位
で

あ
る
と

考

え
ら

れ

る

も

の
の

未

だ
本

願
寺
は

真

宗
教

団

の
中

心
と
し

て

意
識

さ

れ
て

い
な
か

っ

た
。

こ

れ
に

対
し
て

覚

如
は

教

団
教

学
を
も

っ

て
本

願

寺

中

心
主

義

の
浸

透
を
目

指

し
た

と

考
え

ら
れ
る

。

覚
如

の

教
団

教
学
に

つ

い
て

鍋

島
氏

は
「
覚

如

は
浄

土

の
異

流
や
真

宗

内
の

異

義

に

対
し

て

廃
立

の
姿
勢

を

と
る

こ

と
に

よ
っ
て

、

親
鸞

の

明
か

し
た
真

宗

教
学

の

地
位

を
高
め

、

ど
こ

ま

で
も

真
宗
教

団

の
統

一

と

存

続
を

願

っ
て

教
団
教

学

を
構

築

し
て

い
っ
た

」
１

０

と

述

べ

る
。 

覚

如

が
本

願

寺
を

真
宗
教

団

の
中

心

と
す

る
た
め

の

教
団

教

学
に

廃
立
の

姿

勢
を

取

っ
た

の
は
、
比

叡

山
延

暦
寺

や

、
門
弟

集

団
、

浄

土

系
の

教

団
の

よ
う
な

既

存
の

教

団
に

加
え
、

当

時
隆

盛

を
極

め
た
仏

光

寺
の

よ

う
な

新
興
の

教

団
へ

の

牽
制

が
含
ま

れ

る
と

考

え

ら

れ

、『

口
伝

鈔
』
に
は

法

然
門

下

の
浄

土
異
流

で

あ
る

鎮

西
・
西
山
派

を

批
判

し

、
親

鸞
門
弟

教

団
に

対

し
て

も
批
判

し

て
い

る

。

こ

の

廃
立

の

姿
勢

は
『
改

邪

鈔
』

で

は
特

に
顕
著

と

な
る

。

覚
如

は
『
改

邪

鈔
』

を

著
述

す
る
こ

と

に
よ

っ

て
本

願
寺
の

廃

立
の

姿

勢

を

明
ら

か

に
す

る
が
、
こ

の

廃
立

の
姿

勢

と
性

格

が
似

た
『
改

邪

鈔
』
と

比

較
さ

れ
る

著

述
と

し

て

、『

歎

異
抄

』
が
挙

げ

ら
れ
る
。 

『

改

邪
鈔

』

と
『

歎
異
抄

』

は
著

述

の
動

機
が
共

通

す
る

よ

う
に

、
異
説

、

異
義

に

対
し

て
批
判

し

、
真

宗

を
顕

彰
す
る

著

述

で

あ

る

。『

歎

異
抄

』
は

河
和

田

の
唯

円

が
書

き
留
め

た

も
の

と

伝
え

ら
れ
て

お

り
、
親
鸞

の

生
前
の

言

葉
を

直

接
受

け
止
め

た

も
の

で

あ

る

と
考

え

ら
れ

、
異
を

嘆

く
語

り

で
浄

士
真
宗

を

顕
彰

し

て
い

る
。
対

し

て
『

改

邪
鈔

』
で
は

、

覚
如

が

異
義

を
妄
説

邪

義
と

し

コピー厳禁
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て

厳

し
く

非

難
し

、
本
願

寺

が
真

宗

の
正

統
を
受

け

継
ぐ

こ

と
を

示
し
て

い

る
。

こ

の
『

歎
異
抄

』

と
『

改

邪
鈔

』
の
比

較

に
つ

い

て

石

田
氏

は

、 
そ

こ

に
批

判

さ
れ

た
邪
義

の

多
く

が

、
信

仰
の
本

義

か
ら

は

少
し

く
そ
れ

た

、
異

義

と
い

う
よ
り

は

異
風

と

い
っ

た
性
質

の

、

末

梢

的
な

問

題
で

あ
っ
て

、『
歎

異

抄
』
の
よ

う
な

根

本
に

触

れ
る

異
義
が

少

な
い

こ

と
自

体
に
、
そ

れ
だ

け
強

い

政
治
的

意

図

を

感

じ
さ

せ

る
の

で
あ
る

。
１

１ 

と

指

摘
す

る

。
ま

た
、
仏

光

寺
了

源

が
死

没
し
て

間

も
な

く

に
著

述
さ
れ

、

徹
底

的

に
仏

光
寺
が

執

り
行

っ

た
風

儀
を
批

判

し
た

こ

と

か

ら
、

政

治
的

意
図
を

も

っ
て

著

述
の

頃
合
い

を

図
っ

た

と
い

う
見
解

も

見
ら

れ

る
。

こ
の
こ

と

か
ら

『

改
邪

鈔
』
は

こ

れ
ま

で

に

覚

如
が

尽

力
し

た
、
本

願

寺
が

真

宗
の

正
統
性

を

証
明

す

る
た

め
に
真

宗

教
義

の

根
本

を
顕
彰

す

る
の

み

の
姿

勢
で
は

な

く
、

一

貫

し

て
廃

立

の
姿

勢
を
と

る

こ
と

に

よ
っ

て
本
願

寺

中
心

主

義
を

証
明
す

る

も
の

で

あ
る

と
考
え

ら

れ
る

。

こ
の

『
改
邪

鈔

』
に

お

け

る

廃
立

の

姿
勢

に
対
す

る

危
惧

、

批
判

は
少
な

か

ら
ず

と

も
見

受
け
ら

れ

、
『
帖

外
御

文

』
に

お

い
て

は

、
「

仏

光
寺

門

徒
中

に

か

か

り

、
あ
ま

さ
へ
『

改
邪

鈔

』
を
袖

に
い

れ

て
、
ま

さ

に
当

流
に

な

き
不

思

議
の

名

言
を

つ
か
ひ

て

、
か
の

方
を

勧

化
せ

し

む
る

条
」

１

２

と

の

記
述

が

あ
り

、
門
弟

の

一
部

が

仏
光

寺
の
門

徒

に
対

し

て
『

改
邪
鈔

』
を
典

拠
に

本

願
寺
に

は

な
い

教

え
を

教
化
し

て

い

た

こ

と

が
伺

わ

れ
、

蓮
如
は

こ

れ
を

戒

め
た

。
ま
た

、

近
年

の

研
究

で
は
覚

如

の
批

判

に
は

政
治
的

意

図
に

は

個
人

的
な
意

見

が
含

ま

れ

、
教

義
面

に

お
け

る
根

拠

の
乏

し

さ
が

指
摘
さ

れ

て
お

り

、
様
々

な
評

価

が
見

受

け
ら

れ
る
。『

改

邪

鈔
』
は

こ
の

よ
う

に

政
治

的

意

図

を
も

っ

て
廃

立
の
姿

勢

を
と

る

覚
如

の
教
団

教

学
を

根

底
に

、
本
願

寺

中
心

主

義
を

証
明
す

る

た
め

著

述
さ

れ
た
と

考

え
ら

れ

る

。 

コピー厳禁
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第

二

節 

『

改
邪

鈔
』
か

ら

見
ら

れ

る
覚

如
の
寺

院

観 

 
第

二
章

第

一
節

に
お
い

て
『

改
邪

鈔

』
で

批

判
さ

れ

る
異

義

に
は

政
治
的

意

図
が

読

み
取

れ
る
こ

と

が
挙

げ

ら
れ

た
が
、『

改

邪
鈔

』

に

お

い
て

俗

的
な

信
仰
や

、

仏
法

の

み
を

重
視
す

る

異
義

を

戒
め

、
本
願

寺

が
親

鸞

の
教

え
を
受

け

継
ぐ

教

団
と

し
て
の

特

異
性

を

明

ら

か
に

す

る
こ

と
か
ら

、

覚
如

は

こ
れ

ま
で
本

願

寺
で

は

整
備

さ
れ
て

い

な
か

っ

た
教

団
の
作

法

次
第

を

禁
制

に
よ
っ

て

整
備

し

た

と

考
え

ら

れ
、
こ

こ
か

ら

覚
如

が

本
願

寺
を
ど

の

よ
う

な

方
向

性
に
定

め

た
の

か

考
察

さ
れ
、
覚

如

の
寺

院
観

が

見
受

け

ら
れ

る

。

し

か

し
、

覚

如
の

寺
院
観

に

は
、

親

鸞
の

教
え
を

尊

重
し

な

が
ら

も
、
本

願

寺
を

真

宗
教

団
の
中

心

と
し

、

社
会

的
な
地

位

向
上

を

覚

如

が
目

指

す
目

的
意
志

そ

の
も

の

に
親

鸞
の
同

朋

思
想

と

の
矛

盾
が
生

じ

る
問

題

が
あ

り
、
こ

の

こ
と

は

異
義

と
の
確

執

に
よ

る

反

動

が
結

果

と
し

て
本
願

寺

が
教

権

を
重

視
す
る

傾

向
と

な

り
、

覚
如
以

降

の
本

願

寺
が

本
願
寺

中

心
主

義

を
遂

げ
る
に

あ

た
っ

て

伝

道

に
よ

る

振
興

が
少
な

か

っ
た

こ

と
が

考
察
さ

れ

る
。 

第

一

章
第

二

節
に

お
い
て

、

本
願

寺

は
寺

院
化
に

よ

っ
て

国

家
体

制
の
中

で

承
認

さ

れ
た

こ
と
を

考

察
し

た

が
、

こ
れ
に

よ

る

目

的

と

し
て

本

願
寺

が
一
向

宗
（
時

宗
）
に
代

表
さ

れ

る
遁

世

僧
に

混
同
さ

れ

弾
圧

さ

れ
た

こ
と
が

理

由
と

し

て
挙

げ
ら
れ

る

。『

改

邪

鈔

』
第
三

条

に
は

、
「

遁
世

の

か
た

ち

を
こ

と
と
し

、
異
形

を

こ
の

み
、
裳

無

衣
を

着

し
、
黒
袈
裟

を

も
ち

ゐ

る
、
し
か
る

べ

か
ら

ざ

る

事
」
１

３

と

、
遁
世

僧
と
黒

袈

裟
に

つ

い
て

の
批
判

が

見
受

け

ら
れ

る
。
ま

た
、
覚

如
は
「

本
願
寺

親

鸞
の

御

門
弟

と
号
し

な

が
ら

、

う

し

ろ
あ

は

せ
に

振
舞
ひ

か

へ
た

る

後
世

者
気
色

の

威
儀

を

ま
な

ぶ
条
」
１

４

と

、
真
宗

教
団

で

あ
り

な

が
ら

遁

世
僧

の
よ
う

に

振

る

舞

う

門

弟

を

批

判

す

る
。
「

世

間

法

を

ば

わ

す
れ

て

仏

法

の

義

ば

か

り
を

さ

き

と

す

べ

し

」
１

５

と

の

風

聞

が

見

受

け

ら

れ
、

覚

如

は

そ

れ

に
対

し

て
親

鸞
は
僧

に

あ
ら

ず

俗
に

あ
ら
ざ

る

風
儀

で

あ
っ

た
こ
と

を

根
拠

と

し
て

批
判
す

る

。
こ

の

条
に

お
い
て

覚

如
は

王

コピー厳禁
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法

、

仏
法

、

ど
ち

ら
に
も

偏

ら
な

い

親
鸞

の
教
え

を

強
調

し

、
世

俗
の
法

を

守
り

な

が
ら

も
仏
法

を

遵
守

す

る
真

俗
二
諦

説

を
寺

院

観

と

し
た

こ

と
が

考
え
ら

れ

る
。 

し

か

し
、
蓮
如

の

時
代
で

は

、
当

時
の

本

願
寺
が

教

権
に

重

き
を

置
い
て

い

た
こ

と

が
指

摘
さ
れ

て

お
り

、『
蓮

如
上

人
御

一

代
記

聞

書

』
末

二

二
一

条
に
お

い

て
、

浄

土
真

宗
に
そ

ぐ

わ
な

い

本
尊

や
聖
教

、

掛
幅

を

蓮
如

が
焼
く

様

子
が

書

か
れ

て
お
り

、

善
如

、

綽

如

の
影

像

に
つ

い
て
も

焼

く
よ

う

に
取

り
出
し

た

こ
と

に

つ
い

て
蓮
如

が

ど
う

思

わ
れ

た
の
で

あ

ろ
う

か

と
記

し
て
い

る

。
善
如

、

緯

如

の
影

像

は
黄

袈
裟
、
黄

衣

で
あ

り

、
「

両
御

代

は
威

儀

を
本

に
御
沙

汰

候
ひ

し

」
１

６

と

蓮

如
は

言

及
す

る

。
ま
た

、
『

本

願

寺
作

法

之

次
第

』
に

お
い

て
「

当
流

の

儀
は
、
う
す
墨

な

る
か

肝

要
候

と
被
仰

、
教

信

沙
弥

の
作

法
た

る

べ
き

と

常
に

被
仰
し

也
」
１

７

と

、

蓮

如

は
法

衣

の
色

を
統
一

し

て
い

る

。
覚

如
は
『

改

邪
鈔

』

に
お

い
て
、

僧

侶
が

着

用
す

べ
き
法

衣

に
つ

い

て
時

宗
系
な

ど

で
用

い

ら

れ

た
も

の

を
批

判
し
、

末

世
に

は

白
色

の
袈
裟

が

ふ
さ

わ

し
い

と
記
し

て

お
り

、

善
如

、
綽
如

の

時
代

に

は
黄

袈
裟
、

黄

衣
を

用

い

て

お
り

、

蓮
如

が
善
如

、

綽
如

の

両
代

は
身
な

り

を
重

視

し
た

と
評
価

す

る
こ

と

か
ら

、
出
世

間

を
重

視

す
る

一
向
宗

と

は
背

反

し

、

表
面

的

に
は

社
会
に

迎

合
し

権

威
を

も
っ
て

本

願
寺

を

真
宗

教
団
の

中

心
と

す

る
こ

と
が
覚

如

の
寺

院

観
と

し
て
見

ら

れ
る

。

蓮

如

の
言

及

は
本

願
寺
の

王

法
重

視

を
指

摘
す
る

も

の
で

あ

る
と

考
え
ら

れ

る
が

、『
山

科
連

署
記

』
に
は
「
蓮

師
も

衣
は

黒

く
ろ

に

す

る

こ
と

然

る
べ

か
ら
ず

、

衣
は

鼠

色
な

り
、
凡

夫

に
て

在

家
の

一
宗
興

行

な
れ

ば

、
い

ず
く
ま

で

も
、

上

下
と

も
に
、

た

ふ
と

げ

せ

ぬ

な
り

。
衣

の
袖

を
な

が

く

、
た

け

を
も

な
が

く

す
べ

か

ら
ず

と
仰
ら

れ

け
る

な

り

」
１

８

と

、
身

な

り
が

一

向
宗

の
風
儀

に

な
ら

な

い

よ
う

戒

め
て

お
り
、

蓮

如
は

王

法
、

仏
法
、

ど

ち
ら

に

も
偏

向
し
な

い

態
度

を

示
し

て
い
る

。

こ
の

こ

と
か

ら
、
覚

如

時
代

よ

り

強

調
さ

れ

た
真

俗
二
諦

説

は

、
仏

法

重
視

の
異

義

を
意

識

す
る

こ
と
に

よ

っ
て

王

法
に

偏
り
が

ち

で
あ

っ

た
こ

と
が
伺

わ

れ
る

が

、

コピー厳禁
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後

世

で
は

修

正
さ

れ
な
が

ら

も
受

け

継
が

れ
て
い

っ

た
と

考

え
ら

れ
る
。 

覚

如

の
寺

院

観
が

考
察
さ

れ

る
も

の

と
し

て
『
改

邪

鈔
』
第
九

条

に
は
寺

院

建
立

に

つ
い

て
の
批

判

が
あ

り

、「

御
遺

訓
に

と

ほ
ざ

か

る

ひ
と

び

と
の

世
と
な

り

て
造

寺

土
木

の
企
て

に

お
よ

ぶ

条
」
１

９

と

、
親

鸞

没
後

に

真
宗

教
団
内

で

寺
院

を

建
立

す
る
計

画

が

見

受

け

ら
れ

る

よ
う

に
な
る

。
な

お
、『

改
邪

鈔

』
執
筆

前

後
に

文

献
に

お
い
て

真

宗
教

団

で
寺

号
が
認

め

ら
れ

る

も
の

と
し
て

専

修
寺

、

興

正

寺
（

仏

光
寺

）
、
本
願

寺

、
久

遠

寺
、
光
照
寺

な

ど
が

あ

り
、
そ
の
大

半

は
覚

如

が
関

連
す
る

寺

号
で

あ

る
。
寺
院
を

建

立
す

る

時

に

道
理

を

立
て

て
は
な

ら

な
い

と

の
取

り
決
め

が

あ
る

が

、
元

々
か
ら

寺

院
の

建

立
は

あ
っ
て

は

な
ら

な

い
た

め
、
こ

の

取
り

決

め

に

つ
い

て

も
正

し
い
も

の

で
は

な

い
と

批
判
す

る

。
寺

院

と
異

な
り
道

場

の
建

立

に
つ

い
て
は

『

改
邪

鈔

』
第

十
三
条

で

念
仏

道

場

の

乱
立

を

批
判

し
て
い

る

が
、

覚

如
は

利
便
に

よ

っ
て

道

場
の

建
立
を

推

奨
し

て

い
る

。
前
述

の

通
り

、

寺
院

と
し
て

認

め
ら

れ

る

こ

と
は

国

家
体

制
の
も

と

で
祈

祷

所
と

し
て
社

会

的
地

位

を
獲

得
す
る

こ

と
で

あ

り
、

一
宗
派

と

し
て

の

独
自

性
が
認

可

さ
れ

た

こ

と

を
示

す

。
道

場
の
性

格

と
し

て

は
国

家
体
制

か

ら
離

れ

た
共

同
体
で

維

持
、

管

理
を

す
る
公

共

的
な

布

教
施

設
で
あ

り

、
親

鸞

が

理

念
と

し

た
同

朋
の
関

係

に
よ

っ

て
信

仰
を
結

ぶ

集
団

に

適
し

て
い
た

と

考
え

ら

れ
る

。
寺
院

と

道
場

の

性
格

の
違
い

か

ら
も

考

察

さ

れ
る

よ

う
に

、
覚
如

が

新
寺

院

の
建

立
を
禁

止

し
、

道

場
の

建
立
を

認

可
し

た

こ
と

に
よ
っ

て

、
本

願

寺
の

み
が
真

宗

の
正

統

を

示

す
社

会

的
地

位
を
認

可

さ
れ

、

親
鸞

の
同
朋

精

神
か

ら

離
合

し
な
が

ら

も
、

道

場
を

末
端
と

し

て
本

願

寺
が

真
宗
教

団

の
中

心

と

な

る
本

末

制
度

の
原
初

と

な
っ

た

と
考

え
ら
れ

る

。
以

上

か
ら

、
本
願

寺

が
上

寺

と
し

て
道
場

を

統
率

す

る
本

末
関
係

が

覚
如

の

寺

院

観
の

一

つ
と

し
て
挙

げ

ら
れ

る

。 

 

コピー厳禁
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第

三

章 

『

改
邪

鈔
』
に

よ

る
本

願

寺
教

団
へ
の

功

績
と

負

荷 

第

一

節 

善

知
識

帰
命
批

判

に
よ

る

本
願

寺
中
心

主

義
の

漸

進 
『

改

邪
鈔

』

以
前

よ
り
『

親

鸞
伝

絵

』
、
『

口
伝
鈔

』

等
に

お

い
て

本
願
寺

中

心
主

義

を
覚

如
は
主

張

す
る

が

、
い

ず
れ
も

『

改

邪

鈔

』
と
比

較

す
る

と
異
義

の

批
判

を

主
題

と
し
て

展

開
す

る

も
の

は
多
く

な

い
。
ま

た
、
『
改

邪
鈔

』
は
奥

書

に
「

三
代 

黒

谷
・
本

願

寺
・
大
網 

伝
持

の
血

脈

を
従

ひ

受
け

て

」
２

０

と

見

ら
れ

る

よ
う

に

、
三

代

伝
持

の

血
脈

を
前
提

と

し
て

お

り

、
本

願
寺

が

正
統

で

あ

る
前

提

の
上

で
、
異

義

に
対

し

て
明

白
な
対

立

を
図

る

姿
勢

で
あ
る

こ

と
が

伺

わ
れ

る
。
同

様

に
奥

書

に
お

い
て
「

祖

師
御

門

葉

の

輩

と

号

す

る

な

か
に

」
２

１

と

、

異

義

自

体

を
批

判

対

象

と

せ

ず

、

異
義

を

広

め

る

善

知

識

へ
の

批

判

で

あ

る

こ

と

が
分

か

る

。

こ

の

よ
う

に

、
明

白
な
対

立

に
よ

っ

て
正

統
と
異

端

を
分

け

、
本

願
寺
こ

そ

が
真

宗

教
団

の
中
心

で

あ
る

こ

と
を

主
張
し

た

と
考

え

ら

れ

る
。
こ

れ
に

つ

い
て

考

察
さ

れ

る
の

が

、『

改

邪
鈔

』
に
お

け

る
善

知

識
帰

命

批
判

で
あ
る

。
な
お

、
善
知

識

に
つ

い

て
は

明
白

に

本

願
寺

門

主
を

指
す
こ

と

も
あ

れ

ば
、

地
方
坊

主

を
指

す

場
合

が
あ
る

が

、
本

論

文
で

は
地
方

坊

主
を

指

す
こ

と
に
す

る

。 

 

善

知
識

が

門
徒

の
信
心

獲

得
の

権

利
を

有
し
て

い

る
こ

と

は
『
改

邪
鈔

』
の

内
容

よ

り
現

れ
て

い

る

。『
改

邪
鈔

』
第
十

八

条
で

は

善

知

識
を

阿

弥
陀

如
来
と

し

て
崇

め
、
善

知
識
の

住

居
を

真

実
の

報
土
と

す

る
異

義

が
あ

る
。
し

か

し
覚

如

は
、「
如

来
の

代

官
と

仰

い

で

あ
が

む

べ
き

に
て
こ

そ

あ
れ

、

そ
の

知
識
の

ほ

か
は

別

の
仏

な
し
と

い

ふ
こ

と

、
智

者
に
わ

ら

は
れ

愚

者
を

迷
は
す

べ

き
謂

こ

れ

に

あ
り

」
２

２

と

、
善

知
識

へ

の
崇

敬

に
関

し
て
は

考

慮
し

て

い
る

。
善
知

識

尊
重

の

傾
向

は
親
鸞

の

日
常

の

行
動

や
書
物

を

規

範

と

し

て
き

た

初
期

教
団
に

多

く
見

受

け
ら

れ
、
千

葉

氏
は

「

こ
う

し
た
初

期

教
団

の

知
識

尊
重
の

気

風
は

、

親
鸞

が
師
源

空

に
た

い

し
「

た
と

ひ

法
然

聖

人
に

す

か
さ

れ

ま
ひ

ら
せ
て

、
念
仏

し

て
地

獄

に
お

ち

た
り

と

も
、
さ

ら
に

後

悔
す

べ

か
ら

ず

」（

歎

異
抄

）
と

コピー厳禁
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の

師

匠
へ

の

絶
対

信
願
の

態

度
に

発

す
る

も
の
で

あ

る
」
２

３

と

考

察

し
て
い

る

。
こ

の
こ

と

か
ら
、
覚

如
が

知
識

帰

命
を
戒

め

な

が

ら

も

、
善

知

識
に

信
仰
を

委

託
せ

ざ

る
を

え
な
い

問

題
が

あ

る
こ

と
が
考

察

さ
れ

る

。 
こ

れ

に
つ

い

て
は

覚
如
以

後

の
蓮

如

の
時

代
に
お

い

て
も

問

題
と

さ
れ
て

お

り
、

柏

原
氏

は
「
小

門

徒
を

擁

す
る

地
方
坊

主

な

い

し

道

場
主

が

、
教
団

の
末

端

組
織

を

結
成

し

、
教

団

の
支

柱

を
な

し
た
こ

と

は
明

ら

か
で

あ
ろ
う

」
２

４

と

、
教

団

構
造

に
お

け

る
善

知

識

の
立

場

を
考

察
し
、「

教
団

は
小

門

徒
集

団
に

よ

っ
て

支

え
ら

れ
、
本

願

寺
教

団

と
し

て
の
後

述

の
よ

う

な
合

目
的
的

な

運
営

に

逸

れ

な
い

範

囲
で

の
地
域

的

、
個
別

的
な

各

集
団

の

教
化

活

動
を

許
容
し

、
む

し
ろ

促
進

し

な
け

れ

ば
成

り

た
た

な
か
っ

た

」
２

５

と

、

中

世

真
宗

に

お
け

る
善
知

識

の
性

格

を
示

し
て
い

る

。
し

か

し
、

こ
の
善

知

識
に

よ

る
教

化
は
相

伝

の
法

の

教
化

に
限
る

こ

と
が

地

域

の

善
知

識

に
義

務
付
け

ら

れ
て

お

り
、

蓮
如
の

時

代
で

は

本
願

寺
中
心

主

義
が

浸

透
し

て
い
た

こ

と
が

伺

わ
れ

る
。
こ

れ

ら
か

ら

考

察

す
る

と

、
覚

如
の
時

代

で
は

本

願
寺

が
真
宗

教

団
の

中

心
と

し
て
認

知

さ
れ

て

お
ら

ず
、
本

願

寺
の

相

伝
の

法
が
善

知

識
の

教

化

に

取
り

入

れ
ら

れ
る
こ

と

は
な

か

っ
た

た
め
、

善

知
識

帰

命
の

傾
向
が

強

い
信

仰

に
な

っ
た
と

考

え
ら

れ

る
。

蓮
如
の

時

代
に

お

け

る

信
仰

で

は
、

本
願
寺

中

心
主

義

の
も

と
善
知

識

の
教

化

活
動

が
行
わ

れ

た
た

め

善
知

識
帰
命

は

抑
制

さ

れ
た

と
考
え

ら

れ
る

。

覚

如

の
善

知

識
帰

命
の
批

判

に
よ

っ

て
本

願
寺
中

心

主
義

は

漸
進

す
る
が

、

反
対

に

善
知

識
の
活

動

が
制

約

さ
れ

、
地
域

的

な
教

化

活

動

に
つ

い

て
は

本
願
寺

教

団
に

お

い
て

は
弱
化

の

傾
向

に

あ
っ

た
と
考

察

さ
れ

る

。 

 

第

二

節 

親

鸞
像

の
回
復

と

顕
彰 

覚

如

は
『

改

邪
鈔

』
奥
書

に

お
い

て

「
師

伝
に
あ

ら

ざ
る

の

今
案

の
自
義

を

構
へ

、

謬
り

て
権
化

の

清
流

を

黷
し

、
ほ
し

い

ま

ま

コピー厳禁
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に

当

教

と

称

し

て

み

づ
か

ら

失

し

他

を

誤

ら

す
と

云

々

」
２

６

と

、

異

義

に

よ

っ

て

浄

土

真

宗

の

宗
風

が

乱

れ

た

こ

と

を

指
摘

す

る

。

『

改

邪
鈔

』

は
全

て
の
条

に

お
い

て

異
義

の
批
判

を

基
に

展

開
し

、
異
義

に

対
し

て

祖
師

聖
人
の

教

え
に

背

く
も

の
、
聖

人

の
時

代

に

は

見
ら

れ

な
か

っ
た
も

の

、
と

い

っ
た

言
説
が

非

常
に

多

く
見

受
け
ら

れ

る
。

こ

の
こ

と
か
ら

、

覚
如

は

自
説

の
み
を

異

義
に

対

す

る

批
判

と

せ
ず

、
親
鸞

在

世
当

時

の
風

儀
、
七

祖

、
親

鸞

の
書

物
か
ら

引

用
し

、

宗
風

の
復
元

に

よ
っ

て

本
願

寺
中
心

主

義
を

進

め

た

と
考

え

ら
れ

る
。 

宗

風

の
復

元

に
つ

い
て
は

、

法
然

―

親
鸞

―
如
信

と

法
脈

が

受
け

継
が
れ

る

三
代

伝

持
に

よ
っ
て

展

開
さ

れ

る
も

の
で
あ

る

。

覚

如

は

三
代

伝

持
に

お
い
て

法

然
の

一

弟
子

と
し
て

軽

視
さ

れ

て
い

た
親
鸞

を

本
願

寺

の
祖

師
と
し

て

地
位

を

高
め

る
た
め

に

『
親

鸞

伝

絵

』

を

著

述

す

る

。
こ

の

『

親

鸞

伝

絵

』

に
お

い

て

覚

如

は

「

祖

師
聖

人

、

弥

陀

如

来

の

化
現

」
２

７

や

、
「

聖

人

、

弥
陀

如

来

の

来

現

」
２

８

な

ど

親

鸞
を

阿
弥

陀

如
来

と

し
て

顕
彰
し

て

い
る

が

、
覚
如

に
よ

る

親
鸞

顕

彰
に

つ
い
て

重

松
氏

は
「

覚
如

に
よ

り

、
一

般

仏

教

・

神

祇

両

界

に
超

越

し

て

、

親

鸞

の

荘
厳

化

が

強

調

さ

れ

て

い
た

と

い

え

よ

う

」
２

９

と

考

察

し

て

い

る

。
『

改

邪
鈔

』

に

お

い

て

は
『
口

伝

鈔

』
に
お

い

て
も

書

か
れ

て
い
る

よ

う
に
「

大

聖
権

化
の

救

世
観

音

の
再

誕

、
本

願

寺
親

鸞

」
３

０

と

し

て
親

鸞

を
顕

彰

す

る
。

ま

た
、

法
然
を

七

高
僧

に

推
し

上
げ
、

親

鸞
を

祖

師
、

本
師
、

本

願
寺

聖

人
と

し
て
呼

称

し
、

本

願
寺

の
宗
祖

と

し
て

親

鸞

の

地
位

を

造
り

上
げ
た

と

考
え

ら

れ
る

。 
 

親

鸞

像
の

回

復
に

つ
い
て

は

、
本

願
寺

の

祖
師
と

し

て
地

位

を
高

め
る
た

め

に
『

改
邪

鈔
』
か
ら

親

鸞
像

の

回
復

が
考
察

さ

れ
る

。

『

改

邪
鈔

』

に
お

い
て
数

多

く
親

鸞

の
言

葉
が
引

用

さ
れ

て

お
り

、
第
三

条

、
第

四

条
、

第
六
条

、

第
八

条

、
第

十
六
条

に

見
受

け

ら

れ

る
。
こ
れ

ら
は
『
歎

異

抄

』
、『
口

伝
抄

』
か

ら

引
用

さ

れ
た

も
の
、『

改
邪

鈔
』
の

み

に
見
ら

れ

る
も

の

な
ど
、
そ
の

出

典
は

様

々

コピー厳禁
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で

あ

る
が

、
い
ず

れ

に
せ

よ

覚
如

は

親
鸞

の
没
後

に

生
ま

れ

た
こ

と
に
よ

り

親
鸞

か

ら
直

々
に
教

え

を
伝

授

さ
れ

て
い
な

い

。
ま
た

、

親

鸞

の
言

葉

は
親

鸞
自
身

の

著
述

に

は
見

ら
れ
ず

、

弟
子

の

言
行

録
の
み

に

見
ら

れ

る
も

の
で
あ

る

。
そ

の

言
行

録
に
つ

い

て
も

数

は

少

な
く

、
『
歎

異

抄
』

か

ら
の

引

用
が

見
受
け

ら

れ
る

こ

と
か

ら
覚
如

は

こ
れ

を

参
考

に
し
た

と

考
え

ら

れ
る

が

、
『

歎

異
抄

』

か

ら

の

引
用

は

第
四

条
の
み

に

見
受

け

ら
れ

る
こ
と

か

ら
、

師

資
相

承
の
口

伝

に
よ

る

親
鸞

の
言
葉

の

引
用

の

割
合

が
多
く

、

口
伝

の

重

要

性
は

大

き
い

も
の
で

あ

っ
た

と

推
察

さ
れ
る

。

覚
如

の

親
鸞

像
に
つ

い

て
石

田

氏
は

「
親
鸞

後

に
成

立

し
た

教
団
が

、

時
代

と

と

も

に
つ

く

り
だ

し
た
祖

師

像
と

は

か
け

は
な
れ

た

、
親
鸞

自

身
の

な
ま

な

響
き

を

も
っ

て
語
り

か

け
て

く

る
も

の
の
よ

う

で
あ

る

」

３

１

と

考

察
し

て

お
り

、
こ
れ

ま

で
に

論

じ
た

覚
如
の

政

治
的

意

図
を

背
景
と

し

た
異

義

批
判

か
ら
は

距

離
を

感

じ
さ

せ
る
も

の

で

あ

る

こ

と
が

伺

わ
れ

る

。『

改

邪
鈔

』
か
ら

見

ら
れ

る

覚
如

の

親
鸞

像
に
つ

い

て
、
第

十
六

条

に
お

い

て
「

某

親
鸞

閉

眼
せ

ば

、
賀

茂
河

に

い

れ

て

魚

に

あ

た

ふ
べ

し

」
３

２

と

親

鸞

の

言

葉
を

引

用

す

る

が

、

こ

の
親

鸞

の

言

葉

に

注

目

す
る

と

、
『

歎

異

抄

』

で
親

鸞

の

言

葉

が

多
く

引

用
さ

れ
る
中

、

現
時

点

で
『

改
邪
鈔

』

の
み

に

見
ら

れ
る
親

鸞

の
言

葉

で
あ

り
、
後

世

に
お

い

て
も

引
用
が

多

く
見

受

け

ら

れ
る

も

の
で

あ
る
。

覚

如
は

『

改
邪

鈔
』
に

お

い
て

異

義
を

熾
烈
に

批

判
し

て

い
る

と
は
い

え

、
廃

立

の
姿

勢
の
根

底

に
は

親

鸞

の

人
物

像

を
大

切
に
す

る

姿
勢

が

あ
る

と
思
わ

れ

る
。 

 

第

三

節 

伝

道
の

制
約 

『

改

邪
鈔

』
で
批

判
さ
れ

る

異
義

は

、
覚

如
に
と

っ

て
は

浄

土
真

宗
、
親

鸞

の
教

え

に
著

し
く
反

す

る
も

の

で
あ

る
が
、『

改

邪
鈔

』

に

お

い
て

批

判
さ

れ
て
い

る

風
儀

、

安
心

を
伝
道

に

用
い

て

い
た

仏
光
寺

が

覚
如

の

時
代

、
覚
如

没

後
に

お

い
て

も
本
願

寺

の
勢

力

コピー厳禁
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を

圧

倒
し

て

い
た

こ
と
か

ら

、
当

時

の
門

徒
に
は

広

く
受

け

入
れ

ら
れ
て

い

た
こ

と

が
伺

わ
れ
る

。

門
徒

の

信
心

の
傾
向

に

つ
い

て

日

野

氏
は

「

門
徒

を
指
導

す

る
坊

主

に
門

徒
の
往

生

与
奪

の

権
限

が
具
わ

っ

て
く

る

と
、

必
然
的

に

門
徒

が

坊
主

に
物
を

捧

げ
る

信

心

即

ち

施

物

の

多

少

に
よ

る

往

生

の

左

右

と

い
う

物

取

り

信

心

（

施

物
だ

の

み

）

へ

と

発

展

し
て

い

っ

た

」
３

３

と

考

察

し

て

い

る

。

覚

如

は
異

義

の
背

景
に
あ

る

善
知

識

を
視

野
に
入

れ

て
批

判

す
る

こ
と
に

よ

っ
て

本

願
寺

中
心
主

義

を
推

し

進
め

た
が
、

そ

れ
に

伴

い

異

義
に

含

ま
れ

る
伝
道

を

制
約

し

た
こ

と
は
、
広

く

受

け
入

れ
ら

れ
た

門

徒
の

信

仰
を

制
約
し

た

と
も

考

察
さ

れ
る
。
覚

如

が
『

改

邪

鈔

』
に

お

い
て

異
義
と

し

て
批

判

し
た

伝
道
に

つ

い
て

は

、
後

の
本
願

寺

で
採

択

さ
れ

た
も
の

が

見
受

け

ら
れ

、
必
ず

し

も
覚

如

の

寺

院
観

が

後
世

に
相
承

さ

れ
た

と

は
考

え
に
く

い

。
覚

如

は
本

願
寺
の

教

権
を

優

先
事

項
と
し

た

こ
と

は

第
一

章
第
二

節

で
触

れ

た

が

、『

改
邪

鈔
』
で

批
判

さ

れ
る

異

義
を

含
む
伝

道

に
よ

っ

て
各

地
で
多

様

化
し

て

い
く

真
宗
教

義

に
親

鸞

の
本

来
の
教

え

が
薄

れ

て

い

く
こ

と

を
危

惧
し
た

と

考
え

ら

れ
る

。
ま
た

、

後
世

の

採
択

が
ど
の

よ

う
な

理

由
を

も
っ
て

執

り
行

わ

れ
た

の
か
に

つ

い
て

も

考

察

に
加

え

る
こ

と
に
よ

っ

て
、

覚

如
の

時
代
に

お

け
る

伝

道
の

制
約
が

ど

の
よ

う

な
効

果
を
発

揮

し
た

の

か
が

明
ら
か

に

な
る

と

考

え

ら
れ

る

。
後

世
に
採

択

さ
れ

た

伝
道

手
段
の

例

と
し

て

法
名

授
与
、

彼

岸
会

、

本
尊

下
付
が

挙

げ
ら

れ

、
こ

れ
ら
を

例

と
し

て

考

察

す
る

。 

  
 

 

第

一

項 

法
名
授

与 

『

改

邪
鈔

』

第
十

条
で
は

「

優
婆

塞

・
優

婆
夷
の

形

体
た

り

な
が

ら
出
家

の

ご
と

く

、
し

ひ
て
法

名

を
も

ち

ゐ
る

、
い
は

れ

な

き

事

」
３

４

と

、
覚

如

は
批

判
す

る

。
こ
の

異

義
は

在
俗

の

男
女

が

僧
侶

の
よ
う

に

法
名

を

用
い

る
こ
と

に

つ
い

て

、
在
俗

の
者

が

法
名

コピー厳禁
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を

用

い
な

け

れ
ば

浄
土
に

生

ま
れ

る

器
と

な
ら
ず

、

僧
と

俗

の
二

種
に
優

劣

が
あ

る

よ
う

で
あ
る

と

覚
如

は

批
判

す
る
。

蓮

如
の

時

代

に

お
い

て

は
、

金
宝
寺

の

坊
守

に

対
し

て
御
剃

刀

を
行

っ

た
こ

と
が
伺

わ

れ
、

在

家
の

身
で
あ

り

な
が

ら

法
名

が
下
付

さ

れ
た

こ

と

が

伺
わ

れ

る
。

江
戸
時

代

に
お

い

て
は

幕
府
の

身

分
固

定

化
の

影
響
も

伴

い
御

剃

刀
が

盛
ん
に

行

わ
れ

、

小
武

氏
は
「

宗

教
的

動

機

と

い
う

の

で
は

な
く
、
江

戸
幕

府
の

民

衆
管
理

の

一
環

と

し
て

は
じ
ま

っ

た
も

の

が
現

在
ま
で

継

続
し

て

い
る

」
３

５

と
、
在

俗

の

者

が

法
名

を

持
つ

こ
と
に

つ

い
て

考

察
し

て
い
る

。
現

代

の
浄

土
真

宗
本

願

寺
派

で

は
帰

敬
式
が

行

わ
れ

て

お
り

、「

在
俗

の

男
女

が

真

宗

に
帰

入

す
る

儀
式
。

従

前
は

御

剃
髪

式
と
称

へ

た
が

明

治
十

七
年
（

一

八
八

四

）
頃

よ
り
帰

敬

式
と

改

称
せ

ら
れ
た

。
（

中
略

）

こ

の

式
が

終

つ
て

後
各
人

へ

法
名

を

授
与

す
る
を

例

と
す

る
」
３

６

と

、
帰
敬

式

に
お

い

て
門

主
よ
り

法

名
の

授

与
が

行
わ
れ

て

い

る

こ

と

が
伺

わ

れ
る

。
浄
土

真

宗
本

願

寺
派

勤
式
指

導

所
で

は

、 

・
「

法

名
」

は
、

仏

法
に

帰

依
し

釈

尊
の

弟
子
と

な

っ
た

人

の
名

前
で
す

。 

・
「

法

名
」

は
「

釋

○
○

」

の
二

字

で
す

。 

・
「

法

名
」

は

、
「

帰
敬
式

」

を
受

式

し
て

本
願
寺

住

職
（

ご

門
主

）
か
ら

い

た
だ

く

も
の

で
す
。 

・
「

法

名
」

は
生

き

て
い

る

間
に

い

た
だ

く
も
の

で

す
。
３

７ 

と

回

答
し

て

い
る

。
ま
た

、「

浄

土
真

宗
で

は

、
戒

律

の
一

つ

も
守

る
こ
と

の

で
き

な

い
こ

の
私
た

ち

を

、
か

な

ら
ず

す
く

い

浄
土

へ

迎

え

る
と

い

う
阿

弥
陀
如

来

の
は

た

ら
き

を
「
法

」
と

よ

び
、
そ

の

法
の

な

か
に

生

か
さ

れ
て
い

る

私
た

ち

が
い

た
だ
く

名

前
を
「
法

名

」
と

い
い

ま

す

」
３

８

と
、
俗

人

の
法

名

授
与

に
つ

い

て
回

答

し
て

い
る
。
こ

れ

ら
か

ら

考
察

す
る

と

、
覚
如

の

在
家

の
法

名

授
与

批

判

に
つ

い

て
は

信
仰
上

の

理
由

に

よ
り

制
約
さ

れ

た
と

考

え
ら

れ
る
が

、

後
世

で

は
社

会
生
活

の

影
響

も

伴
っ

て
法
名

授

与
が

認

コピー厳禁
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可

さ

れ
て

い

っ
た

と
考
え

ら

れ
る

。 

 
 

 

 
 

 
第

二

項 

彼
岸
会 

『

改

邪

鈔

』

第

十

一

条
で

は

、
「

二

季

の

彼

岸
を

も

つ

て

念

仏

修

行

の
時

節

を

定

む

る

、

い

は
れ

な

き

事

」
３

９

と

、

覚

如

は

批

判

す

る

。
こ

の

異
義

に
つ
い

て

は
、

浄

土
に

生
ま
れ

る

正
因

は

他
力

の
安
心

に

よ
っ

て

確
定

さ
れ
る

こ

と
か

ら

、
あ

え
て
時

期

を
定

め

て

浄

土
に

生

ま
れ

る
行
を

励

ま
す

必

要
は

無
い
と

異

義
を

批

判
し

て
い
る

。

ま
た

、

覚
如

在
世
当

時

の
仏

光

寺
が

彼
岸
会

を

執
り

行

っ

て

い
た

（

息
子

存
覚
が

関

連
）

こ

と
が

批
判
の

理

由
に

含

ま
れ

る
と
も

考

え
ら

れ

て
い

る
。
こ

の

彼
岸

会

に
つ

い
て
は

覚

如
の

時

代

の

本
願

寺

で
は

執
り
行

わ

れ
て

い

な
い

が
、
後

世

で
は

彼

岸
会

が
採
択

さ

れ
た

こ

と
が

伺
わ
れ

、
『

帖
外

御
文

』

に
は

、 

冬

は

秋
の

余

り
、

夏
は
春

の

す
へ

な

れ
ば

、
夏
冬

は

勤
苦

に

し
て

信
心
修

行

も
を

ろ

そ
か

に
な
り

や

す
き

に

、
こ

の
両
時

の

初

め

こ

そ
信

行

相
続

し
て
未

安

心
の

人

は
宿

善
の
花

も

開
け

、

信
心

開
発
の

人

は
仏

果

円
満

の
さ
と

り

を
も

う

る
に

よ
り
、

都

て

仏

法

信
仰

の

人
は

参
詣
の

足

手
を

運

び
、

法
会
に

出

座
す

る

も
の

な
り
。
４

０ 

と

、
蓮

如
の

時

代
に

は
彼

岸

会
を

修

し
て

い
た
こ

と

が
分

か

る

。
ま

た
、「

故

に

当
流

祖
師

聖
人

の

御
法

流

に
は

、
ま
づ

平

生
業

成

の

御

勧

化

、
入

正

定
聚

の
益

あ

れ
ば

、
あ

な
が

ち
に

こ

の
両

時

に
は

か
ぎ
ら

ず

、
つ
ね

に

仏
恩

を
信

知

す
る

」
４

１

と

も

書

か
れ

て

い
る

こ

と

か
ら

、

蓮
如

は
彼
岸

会

を
往

生

の
た

め
の
特

別

な
修

行

の
時

期
と
せ

ず

、
報

恩

の
為

に
あ
る

こ

と
を

示

し
て

い
る
。 

西

原

氏
は

蓮

如
の

彼
岸
会

採

択
に

つ

い
て

、 

た

と

え
二

季

の
好

時
に
当

り

、
他

門

に
順

じ
て
彼

岸

会
を

修

す
る

と
い
う

も

、
到

彼

岸
の

行
業
を

修

す
る

に

は
あ

ら
ず
、

ま

た

コピー厳禁
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も

と

よ
り

先

亡
者

へ
対
し

、

自
力

追

善
の

淋
し
き

廻

向
を

な

す
が

如
き
に

は

あ
ら

ず

し
て

、
不
寒

不

熱
の

好

季
に

当
り
、

見

仏

聞

法

の
勝

縁

に
値

遇
す
る

の

で
あ

る

。
４

２ 

と

考

察
す

る

。
こ

の
こ
と

か

ら
蓮

如

の
彼

岸
会
採

択

に
つ

い

て
、

民
衆
へ

の

妥
協

に

追
随

す
る
も

の

の
信

仰

上
の

合
意
の

上

本
願

寺

教

団

に
彼

岸

会
が

採
択
さ

れ

た
と

考

察
さ

れ
る
。

こ

の
「

彼

岸
会

の
御
文

」

は
、

真

偽
未

定
で
あ

る

が
、

本

願
寺

に
お
け

る

彼
岸

会

の

考

察
の

一

つ
と

し
て
考

え

ら
れ

る

。
以

上
か
ら

、

覚
如

は

信
仰

上
の
理

由

の
も

と

彼
岸

会
そ
の

も

の
を

批

判
し

て
お
り

、

覚
如

の

寺

院

観
と

し

て
彼

岸
会
は

修

さ
れ

る

べ
き

で
は
な

い

こ
と

を

示
し

て
お
り

、

平
生

業

成
の

肝
要
を

は

っ
き

り

と
打

ち
出
し

た

こ
と

が

伺

わ

れ
る

。

後
世

で
は
蓮

如

が
彼

岸

会
を

修
し
た

が

、
民

衆

へ
の

伝
道
と

と

も
に

真

宗
の

肝
要
を

外

れ
る

こ

と
な

く
彼
岸

会

を
執

り

行

っ

た
と

考

え
ら

れ
る
。 

 

第

三

項 

本

尊
下

付 

 

『

改
邪

鈔

』
第

七
条
に

は

「
本

尊

な
ら

び
に
聖

教

の
外

題

の
し

た
に
、

願

主
の

名

字
を

さ
し
お

き

て
、

知

識
と

号
す
る

や

か
ら

の

名

字

を
の

せ

お
く

、
し
か

る

べ
か

ら

ざ
る

事

」
４

３

と

、
本

尊
や

聖

教
の

外
題

の

下
に

知

識
の

名
前
を

書

き

、
同

行

が
違

反
し

た

際
に

取

り

返
す

理

由
と

す
る
こ

と

を
批

判

し
て

い
る
。

こ

の
異

義

は
『

改
邪
鈔

』

第
六

条

と
同

様
の
趣

意

の
も

の

で
あ

る
。
第

六

条
で

は

親

鸞

が
あ

る

門
弟

に
自
ら

の

名
を

記

し
て

い
た
聖

教

を
下

付

し
た

が
、
そ

の

門
弟

が

教
え

を
領
解

す

る
こ

と

が
で

き
ず
親

鸞

か
ら

退

出

し

た
際

、

門
弟

に
授
け

た

聖
教

を

取
り

返
す
べ

き

だ
と

い

う
声

に
対
し

て

「
本

尊

・
聖

教
は
衆

生

利
益

の

方
便

な
り
、

わ

た
く

し

に

凡

夫
自

専

す
べ

き
に
あ

ら

ず
。
い
か

で
か

た
や

す

く
世

間

の
財

宝
な
ん

ど

の
や

う

に
せ

め
か
へ

し

た
て

ま

つ
る

べ
き
や

」
４

４

と

答

コピー厳禁
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え

た

こ
と

が

説
か

れ
て
い

る

。
覚

如

は
『

改
邪
鈔

』

で
は

善

知
識

が
本
尊

や

聖
教

に

名
前

を
書
い

て

下
付

す

べ
き

で
は
な

い

と
批

判

し

て

い
る

。
梅
原

氏

は
「
「

親

鸞
」
の

署
名

あ

る
も

の

を
伝

持

す
る

門
弟
に

、
必

ず
し

も
権

威

を
認

め

得
な

い

場
合

の

、
あ

る

こ
と

を
、

同

様

に
言

い

う
る

の
で
あ

る

。
自

分

こ
そ

正
統
の

血

脈
を

相

承
し

て
い
る

、

と
主

張

し
て

い
る
門

弟

の
有

力

者
に

対
す
る

牽

制
の

意

味

を

持
っ

て

い
る

」
４

５

と
考

察

し
て

い

る
。 

こ

れ

に
つ

い

て
、

覚
如
自

身

の
よ

う

に
門

主
に
代

表

さ
れ

る

別
格

の
立
場

が

名
前

を

書
い

て
下
付

す

る
こ

と

に
つ

い
て
も

含

ま

れ

る

こ

と

は

判

断

で

き

な
い

が

、
「

い

ま

の

新

義
の

ご

と

く

な

ら

ば

、

も
つ

と

も

聖

人

の

御

名

を
の

せ

ら

る

る

べ

き

か

」
４

６

と

、

親

鸞

を

例

に
と

っ

て
批

判
す
る

こ

と
に

つ

い
て

梅
原
氏

は

、 

覚

如

と
し

て

は
、

大
谷
本

願

寺
の

み

が
、

本
尊
聖

教

の
貸

与

、
あ

る
い
は

頒

布
権

を

把
握

で
き
れ

ば

、
留

守

職
あ

る
い
は

法

主

の

名

を
の

せ

る
こ

と
を
主

張

し
た

で

あ
ろ

う
。
そ

の

過
渡

的

な
便

法
と
し

て

、
親

鸞

の
名

を
の
せ

る

と
い

う

論
理

を
暗
示

し

て

い

る

よ
う

で

あ
る

。
４

７ 

と

考

察
し

て

お
り

、
本
末

関

係
を

築

く
伝

道
手
段

と

し
て

覚

如
は

注
目
し

た

と
考

察

さ
れ

る
。
し

か

し
、

覚

如
自

身
の
下

付

し
た

聖

教

の

外
題

の

下
に

名
前
が

書

か
れ

た

も
の

は
見
受

け

ら
れ

な

い
た

め
、
覚

如

の
時

代

で
は

伝
道
手

段

と
し

て

本
尊

下
付
を

行

っ
て

い

た

と

は
考

え

に
く

い
。
こ

れ

に
関

し

て
は

蓮
如
の

項

目
に

て

発
揮

さ
れ
る

も

の
で

あ

る
と

思
わ
れ

る

。 

本

願

寺
第

八

世
蓮

如
は
数

多

く
の

本

尊
、

聖
教
を

下

付
し

、

裏
書

に
自
身

の

名
前

、

年
月

、
願
主

を

記
し

て

い
る

。
こ
れ

に

つ

い

て

千

葉
氏

は

、 

本

願

寺
門

主

と
門

弟
と
を

結

合
す

る

上
に

大
き
な

意

味
を

も

っ
て

く
る
の

が

、
本

願

寺
門

主
に
よ

る

本
尊

・

聖
教

の
下
付

で

あ

コピー厳禁
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る

。

も
ち

ろ

ん
そ

の
当
初

、

本
尊

・

聖
教

の
下
付

は

、
門

主

と
門

徒
と
の

結

合
を

固

く
し

門
主
権

を

確
立

す

る
と

い
う
よ

う

な

意

図

の
下

に

な
さ

れ
た
の

で

は
な

か

っ
た

の
で
あ

ろ

う
が

、

親
鸞

の
血
脈

相

承
者

を

中
心

と
す
る

教

団
の

形

成
が

進
行
す

る

に

つ

れ

て
、

い

つ
し

か
本
願

寺

門
主

に

よ
る

本
尊
・

聖

教
の

下

付
が

、
本
願

寺

教
団

へ

の
加

入
、
本

末

関
係

成

立
の

時
期
と

解

さ

れ

、

引
い

て

は
本

末
関
係

成

立
を

契

約
す

る
手
段

と

さ
え

見

な
さ

れ
る
に

至

っ
た

。
４

８ 

と

考

察
し

て

い
る

。
蓮
如

が

聖
教

を

取
り

返
し
た

記

録
は

見

受
け

ら
れ
な

い

た
め

、

覚
如

が
批
判

す

る
知

識

の
名

前
を
書

く

こ
と

に

よ

っ

て
取

り

返
し

が
証
明

さ

れ
る

こ

と
は

な
い
と

考

え
ら

れ

る
。

こ
れ
に

よ

っ
て

蓮

如
の

時
代
に

本

願
寺

は

本
尊

、
聖
教

下

付
に

よ

り

、

教
化

が

盛
ん

に
な
り

上

下
関

係

が
築

か
れ
た

こ

と
が

わ

か
る

。
ま
た

、

本
願

寺

法
主

の
本
尊

下

付
と

し

て
現

在
知
ら

れ

て
い

る

初

見

は
、

存

如
が

飛
騨
聞

名

寺
門

徒

明
道

に
下
付

し

た
本

尊

の
裏

書
で
あ

り

、
宮

崎

氏
は

存
如
時

代

の
本

願

寺
に

つ
い
て

、

聖
教

書

写

と

下
付

が

前
代

の
善
如
・
綽

如
・
巧

如
の

時
代

と

比
較

し

て

、
存

如
の

時

代
か

ら

著
し

く
増
加

し

て
い

る

こ
と

を
指
摘

し

、「

少
な

く

と

も
存

如

時
代

の
本
願

寺

に
は

地

方
末

寺
の
子

弟

が
研

学

の
た

め
上
山

す

る
こ

と

が
あ

っ
た
」
４

９

と

見

解

を
述

べ
て

お
り

、
次

代

の

蓮

如
の

教

化
の

基
盤
に

な

り
え

た

と
考

察
し
て

い

る
。 

こ

れ

ら
か

ら

考
察

す
る
と

、

覚
如

の

時
代

で
は
、

本

願
寺

が

真
宗

教
団
の

中

心
で

あ

る
意

識
が
あ

ま

り
浸

透

し
て

い
な
か

っ

た

こ

と

が

伺
わ

れ

、
後

世
に
な

り

本
願

寺

が
真

宗
の
本

山

と
し

て

認
識

さ
れ
る

よ

う
に

な

っ
た

。
こ
の

こ

と
か

ら

覚
如

が
善
知

識

の
名

前

を

書

き
込

ん

だ
本

尊
・
聖

教

の
下

付

に
よ

る
伝
道

を

批
判

し

た
こ

と
は
、
本

末

関
係

を
築

く

の
に

有

効
な

伝

道
手

段
を
制

約

し
た

が

、

覚

如

の
時

代

に
お

い
て
は

本

願
寺

中

心
主

義
が
浸

透

し
て

お

ら
ず

、
本
尊

・

聖
教

の

下
付

に
よ
る

本

末
関

係

の
強

化
は
成

し

え
な

か

っ

た

と
考

え

ら
れ

る

。
し

か

し

、
覚
如

の
批

判
は

本

尊
・
聖
教

の
取

り
返

し

に
よ

っ

て
明

ら
か
と

な

っ
た

善

知
識

の
権
威

を

牽
制

し

、

コピー厳禁
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結

果

と
し

て

本
願

寺
中
心

主

義
を

推

進
す

る
も
の

と

な
っ

た

と
考

え
ら
れ

る

。 

   結

論 以

上

か
ら

、

本
願

寺
第
三

世

覚
如

は

真
宗

教
団
の

共

有
財

産

で
あ

っ
た
大

谷

廟
堂

を

寺
院

形
態
の

本

願
寺

に

昇
華

し
、
本

願

寺

を

真

宗

教
団

の

中
心

と
し
て

本

末
関

係

を
推

進
す
る

が

、
そ

の

際
に

本
願
寺

が

真
宗

の

正
統

を
受
け

継

ぐ
こ

と

を
証

明
す
る

必

要
が

あ

っ

た

こ
と

が

伺
わ

れ
る
。
こ

れ

を
証

明

す
る

た
め

に

、
覚
如

は
『
改

邪
鈔

』
に

お
い

て

真
宗

教
団

内

で
流

行

し
た

異
義
を

批

判
す

る

。

『

改

邪
鈔

』

に
は

本
願
寺

を

真
宗

教

団
の

総
本
山

と

す
る

覚

如
の

強
い
政

治

的
意

図

が
感

じ
さ
せ

ら

れ
、

本

願
寺

教
団
な

い

し
は

後

世

に

お
い

て

も
そ

の
影
響

が

伺
わ

れ

る
。『

改
邪
鈔

』
に

よ
る

本
願

寺

教
団

へ

の
影

響

と
し

て

、
覚

如

在
世

当

時
の

本
願
寺

教

団
で

は

、

異

義

批
判

に

よ
っ

て
民
衆

教

化
に

優

れ
た

伝
道
を

制

約
し

、

善
知

識
帰
命

を

抑
制

し

た
こ

と
が
伺

わ

れ
る

が

、
元

来
門
弟

集

団
の

支

援

に

よ
っ

て

成
立

す
る
微

弱

な
勢

力

で
あ

っ
た
本

願

寺
か

ら

門
弟

集
団
が

離

反
し

、
暫

く
本

願
寺

が

困
窮

し

た
こ

と
が
認

め

ら
れ

る

。

し

か

し
、

善

知
識

帰
命
の

抑

制
に

よ

っ
て

善
知
識

の

権
威

を

抑
制

し
、
本

願

寺
が

真

宗
教

団
の
総

本

山
で

あ

る
意

識
が
生

ま

れ
た

こ

と

に

よ
り

、

覚
如

の
本
願

寺

中
心

主

義
が

漸
進
し

た

と
考

え

ら
れ

る
。
後

世

で
は

『

改
邪

鈔
』
で

批

判
さ

れ

て
い

た
異
義

が

本
願

寺

に

お

い
て

採

択
さ

れ
て
い

る

が
、

そ

れ
ら

が
採
択

さ

れ
た

時

代
の

本
願
寺

で

は
、

本

願
寺

中
心
主

義

が
浸

透

し
、

門
徒
の

獲

得
に

力

を

注

ぐ
環

境

と
し

て
熟
成

さ

れ
て

い

た
と

考
え
ら

れ

る
。

こ

の
よ

う
に
『

改

邪
鈔

』

に
よ

っ
て
真

宗

教
団

に

お
け

る
本
願

寺

の
在

り

コピー厳禁
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方

に

影
響

を

及
ぼ

し
た
こ

と

が
認

め

ら
れ

る
。
覚

如

は
、

そ

の
生

涯
を
真

宗

の
法

脈

を
正

統
に
受

け

継
ぐ

本

願
寺

の
成
立

に

尽
力

し

た

。

そ
の

功

績
が

目
に
見

え

る
よ

う

に
な

る
の
は

覚

如
以

後

の
本

願
寺
教

団

で
あ

り

、
覚

如
自
身

の

行
動

に

は
親

鸞
の
同

朋

思
想

と

は

必

ず
し

も

一
致

し
な
い

政

治
的

意

図
が

含
ま
れ

る

も
の

で

あ
る

。『

改
邪

鈔

』
は

そ
の

一

翼
を
担

う

も
の

で

あ
り

、
本
願

寺

教
団

が

社

会

に
迎

合

し
な

が
ら
法

義

を
伝

承

す
る

矛
盾
を

抱

え
発

展

し
て

い
く
初

歩

と
な

っ

た
と

考
え
る

。 
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